
‘同，
H
H
O

E-
t.....t 
釦
~ 

g同
-ゅ

の
("t) 

ロ
M-

問。〈。
-z止。ロ
ω

再
考

(
前
編
)

山

下

英

表
題
を
文
字
通
り
に
訳
せ
ば
「
日
本
に
お
け
る
近

年
の
草
命
」
と
な
ろ
う
。
こ
の
英
文
の
執
筆
者
は
W

-
E
・
グ
リ
フ
イ
ス

(
同
∞
品

ω
l
]
5
N∞
)

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
は
「
維
新
外
論
」
(
明
治
8
)
「
日
本

15 

近
世
変
革
論
」
(
明
治
団
)
と
い
っ
た
2
種
類
の
翻
訳

本
が
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
何
を
言
っ
て

い
る
か
に
つ
い
て
発
表
し
た
。

2
種
類
あ
る
が
訳
述

し
た
の
は
肥
前
藩
士
牟
田
豊
で
あ
っ
た
。
牟
田
は

始
め
「
維
新
外
論
」
を
7
年
後
に
「
日
本
近
世
変
革

論
」
の
表
題
で
出
版
し
た
。

訳
の
題
名
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
訳
文
は
意
訳

の
傾
向
が
強
い
。
出
版
に
あ
た
り
牟
田
は
原
文
に
な

い
が
内
容
か
ら
上
巻
と
下
巻
の

2
冊
に
し
た
。
即
ち

文
章
の
流
れ
か
ら
見
て
発
端
史
暑
論
議
を
上
巻

と
し
、
顛
覆
復
古
成
業
を
下
巻
と
し
た
。
書
物

は
和
緩
じ
で
巻
之
上
辺
丁
、
巻
之
下
お
丁
の

2
冊
に

な
っ
た
。
他
に
グ
リ
フ
イ
ス
に
希
利
比
士
と
い
う
字

山
下

rH，V
刊
河
町
内
リ
四
回
昨
河
伺
〈

o-ロ
位
。
ロ
印
日
ロ
ん
『
曲
一
句
同
ロ
.

変

家
畜
h
A相

官
T

島

森

坑

町

祐

司

艮

brいへ

え.

蓄

砕

居宅

曹
嶋
本
橋
通
ム

r
n

小

昧

針
L

一街

を
当
て
、

「
日
本
近
世
変
革
論
」
の
定
価
が
上
も
下

も
金
五
十
蓋
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
た
い
。

後
故
ア
リ
テ
世
ニ
公
ニ
セ
サ
リ
シ
」
と
あ
る
。
そ
の

如
何
な
る
故
か
に
つ
い
て

2
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ

再
考
(
前
編
)

J
，
vo
同
ゅ
の
ゆ
H
H
同
月
。
〈
O
】
己
位
。
ロ
印
円
ロ
ト
『
中

匂
山
口
唱
が
グ
リ
フ
イ
ス
の
日
本
に
関
す
る

最
初
の
論
文
で
あ
り
、
「
維
新
外
論
」
は

グ
リ
フ
イ
ス
の
文
章
か
ら
最
初
の
翻
訳
本

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
そ
れ
ま
で
暗
中

模
索
で
き
た
わ
た
し
の
グ
リ
フ
イ
ス
研
究

の
大
き
な
一
歩
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は

J
4
5
E
W包
o-印
開
H
H
H
匂

5
3
「
皇
国
」

出
版
(
明
治
9
)
の
前
年
に
発
刊
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
上
こ
の
本
の
第
一
部
終
章

同
一
阿
〈
自
に
こ
の
論
文
が
来
て
い
て
あ
た

か
も
心
臓
部
の
働
き
を
な
し
て
い
る
で
は

な
い
か
。

こ
こ
に
奇
妙
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。
「
維

新
外
論
」
は
上
巻
だ
け
が
発
刊
に
な
り
下

巻
は
未
刊
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ

か
ら
7
年
後
に
「
日
本
近
世
変
革
論
」
に

改
名
し
て
上
下
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
こ

う
な
っ
た
経
過
に
つ
い
て
後
者
上
巻
に
お

け
る
訳
者
の
緒
言
に

「
此
謹
書
ノ
第
一
巻

ハ
嚢
ニ
一
度
之
レ
ヲ
上
梓
セ
シ
ト
難
モ
爾

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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十
四
巻
二
号

16 

る
。
ま
ず
同
書
奥
付
き
に
「
明
治
十
四
年
十
二
月
廿

七
日
板
権
免
許
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
版
権
無
免
許

が
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
か
。
次
に
」
日
H
O
M
N
O
B
E

河内当。

-E目。ロ回目ロ』同℃
E.を
ε
同，

Z
冨円片山門目。-印刷
Bz

U-53
に
入
れ
る
と
き
、
そ
の
全
体
の
記
述
に
沿
わ

す
た
め
に
言
葉
の
加
筆
や
削
除
や
修
正
な
ど
が
か
な

り
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
違
い
に
気
づ
い
た
以
上
そ
の

刊
行
に
二
の
足
を
踏
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
う
と
知
っ
て
牟
田
が

R
H
d
o
冨
野
包
。
-
∞

問
自
℃
円
円
九
の
な
か
の
凶
凶
〈
国
同
の
論
文
に
手
を
触
れ

た
様
子
は
な
い
。
余
談
に
な
る
が
、
こ
ち
ら
の
英
文

を
凶
阿
国

J
，F
ゅ
の
5
4
2
v
m
H丘
の
己
的
件
。
目
的
。
同
司
σ午

E
-
2
5唱
も
入
れ
て

テ
キ
ス
ト
に
組
ん
だ
翻
刻
本

が
あ
る
。
し
か
し
省
略
な
ど
の
あ
る
粗
末
な
も
の
だ
。

ε
叫，
F
ゅ
の
5
4
2
v
m百円日間，山口え司内山口門目白ー
-
2
5・
γ
向。円四
z

。吋ロ

HN20E-。
口
。
こ
山
口
問
ロ
ョ

σ可
巧

H
W
P呂
田
・
〉
・

冨・

(
H
S
C
)
。
出
版
社
は
寸
。

SON-司・富山
E
3
除

(
U

。
・
丸
善
商
杜
書
庖
&
国
内
包

m
q
g
g
敬
業
社
。

牟
田

豊
の
翻
訳
に
な
る
原
文
は

1
8
7
5
年

4

月
発
行
の
雑
誌

d
g
z
o丘
町
〉
目
立
の

B
H
U
i
o
d弓

に
発
表
さ
れ
た
。
ボ
ス
ト
ン
に
あ
る
そ
の
会
社
か
ら

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
む
グ
リ
フ
イ
ス
に
原
稿
料

1
0
0
ド
ル
の
小
切
手
の
入
っ
た
手
紙
が
届
い
た
。

同，

F
o
z
o
H
F
〉

5
2
-
n山口
HNgtd〈
(
呂
田

1
5ち
)

国
世
紀
、
加
世
紀
の
合

は
ボ
ス
ト
ン
で
設
立
さ
れ
、

衆
国
の
文
芸
界
を
リ
ー
ド
し
、
の
ち
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
出
た
有
名
な
雑
誌
社
で
あ
っ
た
。

通
り
一
遍
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
の
が
歴
史
の
勉
強

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴
史
は
魔
物
で
あ
る
。

しミ

つ

ま
で
も
こ
だ
わ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
だ
わ
り
が
少
な
く

て
済
む
も
の
に
歴
史
上
の
年
表
が
あ
る
と
思
う
。
そ

も
そ
も
こ
の
年
表
な
る
も
の
の
歴
史
は
い
つ
ご
ろ
始

ま
っ
た
の
か
。
米
国
人
で
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
歴

史
学
教
授
マ
リ
ウ
ス
・

B
・
ジ
ヤ
ン
セ
ン
博
士

(
E
N
N

N
c
g
)
の
『
日
本
』
(
原
題

J
8
E
8
2
3当
2
5
3
)

を
久
し
ぶ
り
に
手
に
し
て
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
博
士
が

1
9
7
5年
に
行
っ
た
さ
る
記
念
講
演

で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
洋
学
発
達
の
歴
史
か
ら

始
め
、
話
の
中
程
に
来
て
「
1
8
7
0
年
代
の
使
節

た
ち
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
博
士
の
内
な
る
高
揚
を
感

ド
レ
フ
Q

。
1
8
7
1
年
日
月
、
特
命
全
権
大
使
岩
倉
具
視
の

率
い
る
使
節
団
幻
名
が
米
欧
視
察
と
条
約
改
正
の
た

め
の
外
国
交
渉
の
大
旅
行
に
出
発
し
、

1
8
7
3
年

9
月
帰
国
し
た
。
各
国
の
事
情
の
下
で
の
見
聞
を
佐

賀
藩
士
久
米
邦
武
は
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実

記』

(
1
8
7
8
)
に
記
録
と
し
て
残
し
た
。
特
に
長

期
間
の
滞
米
か
ら
団
員
自
ら
感
じ
と
っ
た
と
思
わ
れ

る
こ
と
の
な
か
に
自
主
独
立
の
精
神
の
育
成
、
中
央

政
府
重
視
の
政
治
体
制
、
連
邦
共
和
制
度
に
つ
い
て

の
感
想
が
あ
っ
た
。
そ
の
日
本
に
お
け
る
具
体
的
な

変
草
の
例
に
キ
リ
ス
ト
教
禁
令
の
撤
廃
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
思
っ
た
こ
と
は
ジ
ヤ
ン
セ
ン
博
士
の
話
の

年
表
的
に
進
ん
で
い
く
や
り
方
は
相
対
的
な
視
野
に

た
っ
て
客
観
的
で
分
り
や
す
い
。
そ
し
て
締
め
く
く

り
は
岩
倉
使
節
団
が
帰
国
後
に
起
き
た
様
々
な
日
本

変

革

に

関

係

の

あ

る

1
8
7
3
、
1
8
7
4
、

1
8
7
5
、
と
続
く

1
8
7
0
年
代
の
何
ペ
ー
ジ
か

ら
な
る
年
表
に
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
の
歴
史
学
者
入
江

昭
の
次
の
文
章
を
知
っ
て

い
る
。

「
世
界
史
の
流
れ
で
い
え
ば
、
む
し
ろ

1
8
7
0
年
前
後
の
ほ
う
が
、
転
換
期
と
呼
ば
れ
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
o
」
そ
し
て
ま
た
入
江
教
授
よ
り
、

ジ
ャ
ン
セ
ン
博
士
よ
り
1
世
紀
昔
の
ウ
ィ
リ
ア
ム

E
・
グ
リ
フ
イ
ス
が
い
み
じ
く
も
声
を
大
に
し
て
呼

び
か
け
て
い
る
。
グ
リ
フ
ィ
ス
自
身
が

J
d
o
E宮
E

ロゆ閉山ゆ

ZM注
目
。
ロ
宮
何
〈
。
-
口
止
。
ロ
ョ
(
同
匂

(
)
U
1
)

の
中
で
日
本

で
生
活

L
た
年
代
の

1
8
7
0
年
か
ら

7
4
年
を
転

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



も換
重期
大年
な(
時&
代ゆ。
(ロ←ド。
白ー の
(D p-' 
】 且コ
]目

。可
問。
n-印

可コ ロ
吋 v，
(J) -

官と

告呼
Lj ぴ
0 ・

3も
、J っ

とと

み
な
し
て
い
た
こ
と
も
。

昨
年
6
月
に
筆
者
は
『
グ
リ
フ
イ
ス
福
井
書
簡
』

を
上
梓
し
た
。
こ
の
書
簡
は

1
8
7
1年
福
井
に
雇

わ
れ
て
藩
校
の
教
師
を
し
て
い
て
故
郷
フ
イ
ラ
デ
ル

フ
イ
ア
の
家
族
、
主
と
し
て
姉
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
に
宛

て
た
手
紙
ば
か
り
で
あ
る
。
内
容
は
日
常
身
辺
の
出

来
事
を
で
き
る
だ
け
伝
え
て
家
族
を
安
心
さ
せ
る
、

と
同
時
に
家
族
の
様
子
を
知
ら
せ
て
も
ら
っ
て
寂
し

さ
を
慰
め
る
と
い
っ
た
平
凡
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
が

返
っ
て
人
情
味
に
あ
ふ
れ
、
読
ん
で
い
て
好
感
が
も

て
る
。と

こ
ろ
が
或
る
と
き
通
り
一
遍
が
ま
か
り
通
ら
ぬ

事
態
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス
の
手
紙

に
つ
い
て
い
え
ば
伝
え
よ
う
と
し
て
そ
れ
が
出
来
ぬ

こ
と
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
あ
え
て
伝
え
る
の
を
避

け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
紛
失
と
い
っ

た
穿
っ
た
見
方
も
あ
る
が
。
も
っ
と
も
無
い
も
の
は

な
い
の
だ
か
ら
未
練
が
ま
し
い
こ
と
は
い
わ
な
い
の

17 

が
歴
史
を
や
る
も
の
の
常
識
だ
と
一
蹴
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
役
人
の
監
視
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
よ

う
な
と
き
、
書
く
と
相
手
に
迷
惑
を
か
け
る
と
き
が

山
下

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
に
し
た
い
が
、
福
井
の

グ
リ
フ
イ
ス
は
こ
れ
だ
け
新
政
府
を
挙
げ
て
決
行
し

た
岩
倉
使
節
団
の
こ
と
は
全
く
何
も
知
ら
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
前
に
小
さ
な
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

明
治
3
年

9
月
、
福
井
藩
府
中
で
武
生
騒
動
と
言
わ

れ
た
藩
内
事
件
が
起
き
た
。
府
中
の
者
が
福
井
藩
に

逆
ら
っ
て
打
ち
壊
し
、
火
つ
け
を
働
い
た
。
藩
籍
奉

還
に
よ
っ
て
府
中
の
家
老
職
が
華
族
に
列
せ
ら
れ
な

い
の
を
不
服
と
し
た
騒
擾
で
あ
っ
た
。
福
井
の
獄
舎

に
火
つ
け
容
疑
の

2
名
が
囚
わ
れ
明
治
4
年
4
月
3

日
斬
首
の
刑
に
あ
う
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
で
府
中

の
町
は
大
い
に
荒
れ
た
。
グ
リ
フ
イ
ス
が
福
井
の
城

下
町
に
着
い
た
の
が
明
治
4
年

3
月
4
日
、
そ
の
前

日
府
中
に
泊
ま
り
街
を
歩
い
て
日
記
に
記
す
。

ト司t
(J) 

zp 
E 至。「
ロ
¥立

し告
か J

し吉
、~ (") 

れ里

3E 
情吉
報 E?
を民
どめ

こ骨
"fロ

モF
知ふ

っ
て
い
た
か
。
そ
れ
と
も

J
d
o

冨円

E
E
-∞
何
回
目

U-23
第

2
部
第
7
章
で
府
中
を
再
考

g
m
W
3
2

H
L
R
h
と
書
い
た
だ
け
で
そ
れ
以
上
騒
動
に
触
れ
な

い
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
み
じ
く
も

そ
の
後
に
見
え
る

験
明
白
H
H
H
己
目
白
円
日
々

者

B
E
S門
出
口
問

J
Z
F
B
E
F
g
E
5
1ロ
』
田
宮
民
再
考
(
前
編
)

円
。
ロ
件
。
国
民
)
F
.

(
親
し
い
仲
に
も
垣
を
せ
よ
)
と
い
う

文
句
に
書
く
こ
と
を
遠
慮
す
る
気
持
ち
が
忍
ば
せ
て

あ
る
と
見
て
の
こ
と
だ
が
。

そ
れ
で
岩
倉
使
節
団
に
戻
っ
て
同
じ
よ
う
な
問
い

か
け
に
な
る
が
、
福
井
で
は
グ
リ
フ
イ
ス
は
ま
る
で

つ
ん
ぼ
桟
敷
の
人
で
あ
っ
た
と
思
い
た
い
。
実
際
こ

れ
に
答
え
る
に
は
い
ろ
ん
な
雑
念
が
入
り
乱
れ
る
こ

と
は
必
歪
で
あ
る
。

い
っ
そ
の
こ
と
岩
倉
使
節
団
が

最
初
に
グ
リ
フ
ィ
ス
の
ど
の
文
章
に
現
れ
る
か
を
見

極
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
考
え
ら
れ
る
の

lま

J
，
何
回
ゆ
問
。
の
め
口
同
問
。
〈
。

-ztoロ
印
日
ロ
』
同
H
)
凶
H
H
.

あ

る
と
思
う
が
残
念
な
が
ら
こ
こ
に
も
無
く
て
、

-
4
v
o
E
w
m号-∞開Bu-HO--
第
l
部
第
∞
笠
早
の
終

り
に
き
て
は
じ
め
て
お
目
見
え
す
る
こ
と
に
相
成
っ

た
。
つ
づ
け
て
第
2
部
活
章
で
再
び
そ
の
意
味
を
問

う
文
章
が
あ
っ
て
よ
う
や
く
新
時
代
の
曙
光
を
見
る

思
い
。
こ
う
し
て
歴
史
の
パ
ツ
セ
ジ
が
道
を
開
く
。

船
の
時
代
で
あ
っ
た
。

フ
イ
ラ
デ
ル
フ
イ
ア
生
ま

れ
の
グ
リ
フ
イ
ス
少
年
は
市
に
沿
っ
て
流
れ
る
デ
ラ

ウ
ェ
ア
、
河
の
米
国
海
軍
工
廠
の
ド
ッ
ク
で
父
の
ひ
ざ

に
乗
っ
て
蒸
気
船
の
進
水
式
の
開
始
を
待
っ
て
い
た
0

1
8
5
0年
4
月

6
日
午
前
8
時
お
分
、
後
の
ペ
リ

ー
提
督
の
旗
艦
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
の
優
美
な
船
体
が
浮

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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か
ん
だ
。
父
は
い
き
な
り
少
年
を
ひ
ざ
か
ら
降
ろ
す

と
立
ち
上
が
っ
て
ヒ
ッ
プ
、

ヒ
ッ
プ
、

フ
レ
l
を
三

度
叫
ん
だ
。

1
8
6
0年、

ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
イ
ア
に
着
い
て
条
約
批
准
交
換
の
た
め
に

使
節
新
見
正
興
の
一
行
が
市
中
を
歩
く
の
を
見
た
。

米
国
内
は
蒸
気
機
関
車
の
鉄
道
で
移
動
し
た
が
、
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
訪
問
を
最
後
に
ナ
イ
ヤ
ガ
ラ
号
に
乗
り

組
み
帰
国
の
旅
に
着
く
。

思
う
に
少
年
、
青
年
を
通
し
て
こ
の
よ
う
な
経
験

を
も
っ
た
こ
と
も
日
本
へ
行
っ
て
み
よ
う
と
い
う
夢

に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
グ
リ
フ
イ
ス
が
こ
の

夢
の
実
現
の
た
め
に
日
本
に
身
を
置
い
て
日
本
人
と

接
し
、
か
れ
ら
の
幸
福
の
た
め
に
飛
躍
す
る
。
そ
れ

は
ま
た
未
来
に
橋
を
架
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
学
校

掛
り
の
大
参
事
村
田
氏
寿
に
よ
る
十
二
分
の
待
遇
に

も
か
か
わ
ら
ず
福
井
を
去
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て

前
途
多
難
を
覚
悟
の
う
え
で
も
ら
し
た
巧
E
Z
E
-
-

F
σ
E
E
B
Z吋
の
つ
ぶ
や
き
を
追
っ
て
み
た
い
。

東
京
に
出
て
理
解
し
う
る
友
人
同
士
に
な
っ
た
と

見
え
た
人
物
に
中
村
正
直
(
民
ω
N
l
z
s
)
が
い

た
。
互
い
に
相
手
を
ど
う
思
っ
て
い
た
か
。
①
[
グ

リ
フ
イ
ス
が

J
d
σ
H
N
2
0口
付
問
。
〈
。
z
t
cロ
∞
宮
』
mwE

℃山口

に
お
い
て
]
中
村
は
教
師
と
し
て
論
文
を
書

く
ば
か
り
か
翻
訳
も
か
な
り
あ
っ
て
ジ
ョ
ン
・
ス
チ

ユ
ア

l
ト
・
ミ
ル
の
『
自
由
之
理
』
、
サ
ミ
ユ
エ
ル

ス
マ
イ
ル
ズ
の
『
自
助
論
』
は
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
の
自
由
に
関
す
る
中
村
の
建
白

書
が
天
皇
や
朝
廷
に
深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
極

端
な
神
道
主
義
者
の
台
頭
を
阻
止
し
た
。
②
[
グ
リ

フ
ィ
ス
福
井
書
簡
]
英
学
者
中
村
は

J
，Z

}自己。-∞開
B
U町
へ
の
執
筆
に
協
力
し
て
い
る
。
東
京

日
記
の

1
8
7
4
年

3
月
1
4
月
に
中
村
の
名
が
規

則
的
に
で
る

0

・
-
∞
宮
巳

，..，. 
t""' 
ゆ

邸
内
門

mw門口
00ロ

d
i
p
 

Z
岳
山
B
E
E
-
開〈
g
E
m
d司円
O
Z
H〈
岳
山
宮
2
0同
B
M『

σ。
。
宵
-
に
よ
る
と
、
中
村
が
相
談
に
立
ち
会
う
。
③

[円

Z
白
}SEE-山-∞

-zg円
件
。
冨
円
。
ユ
呂
田
]

りぬ釦吋

ω
-
F
H
E〈
⑦
ロ
O片的
00ロ
可
。
ロ

-
o
D
m
t
B
O
印{ロ円
0・
hw

}同州凶〈
σ
F
O同門巳可
ocω
円。

σ戸田一可件。同)同門}内可。口同問。。島田

由
。
山
田
件
。
ぬ
。

σ同
nwM可。己吋

}HO口
H0・
阿
見
出
口
門
口

a-H，
FO 

官
官
口
君
。
o
w
q
呂
田
口
ョ

4
〈

F
E
H
】可。ロ

-
o
E
B
σ
h
w

沙
門
司
E
n
F
H
F田
口
付
可
。
ロ
〈
ゆ
門
司
自
己
の
『
・
叶
何
百

σ
g円
E

角
的
ぴ
O
E
m
F
O
E
E巳
E
E
O
B
-
同
由
。
ロ
【
ご
F
O
B
Z

M-。
ロ
門
町
。
ロ
由
。

g
n
m吋片山
1
F
o
σ
ロ
話
回
F
者
庄
の
『

σφ

-oロ向田
EU10己
円
。
。
ロ
F
S
F
Z
B
M『

FOC印ゆ・切
O
W宮内向

8
0
5荘
件
。
【
目
。
-
Z
2
R
Z
F
B
O
B
S
-
間口。
di口問

F
m広
三
戸
自
宅
口
三
円
O
B
O
H
O
m己
R
q
g
g
M可

}回。己印
0・H
印。ロ門日

σ何回門町昨日
Honω
仲卸-。
mロ
ゅ
。
同
』
印
刷
)
・

〉
E
g
g
-
出
E
は
可
。
ロ
ョ
。
己
5
8
Bゆ
出
ぬ
同
{
ロ
除

mwぬ
国
{
ロ
件
。
ロ
HM刊日回。己由。同町凶}同日ロぬ昨日比
m

山

σ。。
w-
同印日戸何回国

σ。

。同

g
E・由。〈
qU1
向日釦門日・

J円。
E-m
括
的
℃
巾
円
HEE---(ω

[
グ
リ
フ
イ
ス
か
ら
中
村
正
直
に
渡
っ
た
本
]
』

-n・

図
。
芹
ゆ
口
一
寸
FOω-mwロ
ね
り
円
丘
一
。
ロ
mHHU刊(]戸∞。
ω)
・Y
向・国
CUE

冨

}江口回一

H，FOFmw者
。
h
F。
〈
ゆ
山
口
門
日
戸
。
〈
m
w
S
F
E巧

(毘
U10)
・円、.同百円
WCW
一
〉

ω可印
R
B
。
同
冨
。
円
包

ωロヶ

。ロ円。(同∞
U15
・
〉
の
門
田
門
吉
ω件。一

同
)
山
口
-
。
同
叶
ω吋∞己的

(昆
U1N)
・出
-H，・回口
n
E
O
一
国
防
Z
3
1
え
の
守
口
町
何
回
件
目
。
ロ
円
ロ

同
ロ
色
白
ロ
門
同
〈
。
FH(]{∞
印
。
)
・
可
。
ロ
ρco
一
口
口
門
出
口
め
包
丘

。昨日百円寸巳ゆ印(]{∞吋())・

HJHNomゆ円印一
ω。円
-mw日
開
円
。
ロ
'

。
B
M刊
(
同
∞
芯
)
・
⑤
[
日
本
近
世
変
革
論
序
明
治

八
年
敬
宇
中
村
正
直
撰
同
十
三
年
天
長
節
書
]
次
頁
。

こ
れ
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
こ
こ
で
の
中
村
と

グ
リ
フ
イ
ス
は
友
情
で
結
ぼ
れ
た
兄
弟
の
よ
う
に
見

え
る
。
と
り
わ
け

1
8
7
4
年
の
グ
リ
フ
イ
ス
帰
国

の
あ
た
り
の
中
村
の
気
の
使
い
方
や
思
い
や
り
の
心

は
美
し
い
。
序
文
の
な
か
で
中
村
が
紹
介
す
る
弟
分

に
つ
い
て
の
感
想
は
特
別
に
い
い
も
の
で
あ
る
。
静

岡
学
問
所
教
授
か
ら

1
8
7
2年
大
蔵
省
に
出
仕
す

る
た
め
上
京
し
て
き
た
中
村
は
、
福
井
を
出
て
開
成

学
校
教
師
に
な
っ
た
グ
リ
フ
ィ
ス
と
は
た
が
い
に
行
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龍
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台
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叫
す
ま
一
議
謙
吾
ネ
却
材
位

一
鼻
幸
治
市
島
守
や
か
争
議
r
d
s

都
4K
議
系

一孝一

-Z民
主
愛
称
嘉
手
会

一
掛
川
戸
時
念
品
γム
一
品
目
札
京
践
を
仙
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Z
S桂
月
九
為
由
党
索
引
料
支

一
お
一
本
本
靖
之

J
h呉
札
骸
~
也
知
比
例
η
M
T
勝一

一
一
争
英
外
活
字
愛
護
南
東
芸
誌

一
九
え
ゑ
品
川
義
時
念
発
義

ι代
邦
人

ι必一

一
畿
永
続
卦
為
ム
品
料
私
一
本
潟
、
卒
き
が
版
業
紘
一

一
言
宗
&
折
、
斉
主
主
低
料
品
学
長
一

瓦
会
ま
と
界
玄
白
漫
尚
一
一

山

下

」

宮
HNmnmEH同
2
0
-
E
-
2
5
山
口
』
田
富
民
再
考
(
前
編
)

き
来
し
て
学
、
び
あ
っ
た
。
グ
リ
フ
イ
ス
の
言
葉
で

「
貴
国
は
人
民
が
こ
ぞ
っ
て
天
皇
の
臣
下
に
あ
る

が
自
分
は
自
主
の
精
神
を
持
っ
た
国
民
で
米
国
人

の
一
員
と
し
て
の
自
覚
が
あ
る
」
。
「
忠
厚
で
あ
り

抗
直
で
あ
っ
た
」
グ
リ
フ
イ
ス
は
再
契
約
の
話
が

合
わ
ず
に
わ
か
に
帰
国
す
る
。
別
離
の
さ
み
し
い

思
い
に
か
ら
れ
た
中
村
は
、
「
わ
た
し
は
日
本
人

が
大
好
き
で
す
」
と
の
グ
リ
フ
イ
ス
の
こ
と
ば
に

心
を
打
た
れ
た
。
「
占
有
美
国
之
一
分
」
「
占
有
日

本
之
一
分
」
は
個
人
尊
重
の
精
神
が
英
学
、
漢
学

の
学
者
に
強
く
と
ら
え
ら
れ
て
心
に
深
く
響
い
た
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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二
人
は
明
六
社
同
人
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
別
れ
の
年

に
中
村
は

G
・
コ
ク
ラ
ン
か
ら
受
洗
し
た
。
[
の
?

nvE回

(

同

∞

ω
h
H
J
1
5
0
H
)

カ
ナ
ダ
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
教

会
宣
教
師
。

1
8
7
3年
来
日
。
東
洋
英
和
学
校
の

創
立
者
で
あ
り
、
多
く
の
日
本
人
伝
道
者
を
輩
出
し

た
。
]年

表
的
視
野
か
ら
歴
史
の
移
り
変
わ
り
を
事
項
中

心
に
見
る
の
で
な
く
む
し
ろ
歴
史
の
上
に
立
ち
止
ま

っ
て
世
の
な
か
の
様
子
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
っ
た
。
最
初
に
な
ぜ
岩
倉
使
節
団
に
関
す
る
記
事

が
日
本
の
歴
史
に
関
す
る
グ
リ
フ
イ
ス
の
最
初
の
論

文

4
F
O
H
N
O
B
E
H
N
2
0
-
E
Z
E
E
F宮
竺

見

当
た
ら
ぬ
か
。
し
か
し
腫
を
接
す
る
よ
う
に
し
て
出

版
さ
れ
た

J
d
o
冨
府
包
。
-
∞
回
出
匂
町
九
の
第
1
部

最
終
の
論
文
、
こ
れ
は
周
知
の
ご
と
く
前
記
の
論
文

に
必
要
な
修
正
を
施
し
た
も
の
、
第
2
部
の
終
り
の

章
で
日
本
の
未
来

(
E
E
B
)
を
約
束
す
る
明
る
い

文
章
と
な
っ
て
続
く
。

で
は
一
体
、
こ
れ
ら

2
つ
の
論
文
は
ど
う
い
う
歴

史
の
流
れ
を
書
い
た
も
の
か
。
そ
れ
に
は
著
者
自
身

に
よ
る
推
蔽
の
問
題
も
決
し
て
無
視
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
日
本
人
と
天
皇
(
ミ
カ
ド
)
、
「
宮
殿
か

ら
乞
食
小
屋
ま
で
日
本
の
こ
と
で
わ
た
し
の
知
ら
な

い
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
豪
語
し
た
そ
の
人
脈
、
明

治
の
精
神
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
、
ど
れ
ひ
と

っ
と
ら
え
て
も
そ
の
後
の
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
本
観
に

通
じ
る
新
し
い
芽
生
え
が
こ
の
論
文
に
は
あ
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
次
回
に
続
く
こ
と
を
お
許
し
願
っ
て

こ
こ
に
」
d
o
月

2
0ロ
仲
間
。
〈
o-己
巳
。
ロ
∞
古
』
mw
匂m
w
R

(
E
d
H
O
E
W包
。
-
印
刷
5
1
5ョ
第
1
部
第
お
章
)
試

訳
の

l
回
分

(
2
回
分
の
う
ち
)
を
掲
載
し
た
い
。

訳
文

米
国
と
欧
州
で
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

将
軍
(
大
君
)
の
政
府
が
倒
れ
、
御
門
(
ミ
カ
ド
)

が
政
権
を
取
り
戻
し
た
。
そ
し
て
封
建
制
度
が
廃

止
に
な
っ
た
の
だ
と
。
そ
の
直
接
の
原
因
は
日
本

に
外
国
人
が
駐
留
し
た
か
ら
と
い
う
。
日
本
に
住

み
、
日
本
人
の
考
え
を
良
く
知
る
こ
と
、
又
は
国

の
歴
史
を
研
究
し
て
い
れ
ば
、
誰
が
そ
ん
な
意
見

に
賛
成
す
る
だ
ろ
う
か
。
外
国
人
の
新
し
い
考
え

が
日
本
の

2
つ
の
政
府
を
転
覆
さ
せ
る
き
っ
か
け

に
な
っ
て
も
原
因
で
な
い
。
外
国
人
の
駐
留
は
転

覆
の
不
可
避
を
早
め
る
の
に
役
に
た
っ
た
に
過
ぎ

ご
ミ
O

J
h
M
U
 

こ
の
章
は
日
本
に
お
け
る
近
年
の
睦
目
す
べ
き

変
化
の
真
相
解
明
に
あ
る
。
こ
の
変
化
の
原
因
は

囲
内
の

3
つ
の
政
治
改
革
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
外

国
人
に
た
い
す
る
徹
底
的
政
策
の
変
化
、
欧
米
の

理
想
の
採
用
、
社
会
革
命
の
希
望
的
始
ま
り
を
指

す
。
こ
れ
ら
の
原
因
は
外
側
よ
り
も
内
側
か
ら
起

こ
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
衝
撃
か
ら
で

な
く
衝
動
が
原
因
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
お
む
ね

知
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
。

ペ
リ
l
提
督
の
到
来
と
い
う
出
来
事
に
よ
り
明

白
な
こ
と
は
歴
史
の
も
と
に
あ
る
明
確
な
動
き
だ

ろ
う
。
論
理
的
な
関
連
の
動
き
も
あ
れ
ば
他
と
全

く
異
な
る
動
き
も
あ
る
。
そ
の
意
図
的
効
果
と
は
、

1
.
将
軍
の
失
墜
と
家
臣
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
の

格
下
げ
。

2
.
正
統
な
天
皇
に
よ
る
最
高
権
力
の

復
活
。

3
.
封
建
制
度
の
廃
止
、
古
代
天
皇
制
の

復
帰
。

4
.
仏
教
の
廃
止
、
国
民
的
信
仰
と
政
治

的
原
動
力
と
し
て
の
純
粋
な
神
道
の
確
立
。
こ
の

4
つ
の
動
き
に
は
歴
史
的
、
論
理
的
に
関
連
が
あ

っ
た
。

5
.
「
夷
荻
」
の
排
斥
、
世
界
各
国
か
ら

独
裁
的
孤
立
。

6.
こ
の
狙
い
の
放
棄
、
西
洋
文

明
の
採
用
、
国
際
礼
譲
に
加
入
。
ー
、

2
の
起
源

は
い
ま
か
ら

1
5
0
年
前
の
昔
の
こ
と
、

3
と
4
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は
ざ
っ
と
過
去
百
年
内
の
こ
と
、

5
と

6
は
現
在

に
生
き
る
若
者
が
主
に
記
憶
を
重
ね
て
発
展
の
衝

動
に
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
。

ペ
リ
ー
が
や
っ
て
来
る
ず
い
ぶ
ん
前
に
遂
行
す

べ
き
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

熱
心
な
思
想
家
の
胸
中
に
あ
っ
た
。
二
重
構
造
の

政
治
の
も
と
に
生
き
る
と
は
近
く
の
山
に
雪
が
あ

っ
て
不
満
の
冬
が
い
つ
ま
で
も
続
く
。
し
か
し
春

に
な
れ
ば
こ
ん
ど
は
洪
水
だ
。
ペ
リ

l
の
江
戸
は

時
期
外
れ
の
雪
解
け
か
、

2
月
に
暑
い
南
風
が
吹

く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
雪
が
解
け
れ
ば
川
は

増
水
し
、
将
軍
と
封
建
制
度
の
砂
上
の
家
を
押
し

流
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
腐
り
過
ぎ
た
り
、
虫
に

食
わ
れ
っ
ぱ
な
し
の
家
の
誓
え
が
暗
示
す
る
よ
う

21 

な
大
崩
壊
に
は
い
た
ら
ず
に
す
ん
だ
。
天
皇
の
古

い
方
舟
が
浮
瀞
し
て
き
で
権
力
の
座
に
就
い
た
。

仏
教
は
破
壊
に
あ
っ
た
が
岩
の
上
に
腰
を
据
え
た
。

ペ
リ

l
は
契
約
の
基
本
を
土
台
に
打
ち
込
み
繋
い

で
以
前
よ
り
態
度
が
毅
然
と
な
っ
た
。
洪
水
は
満

を
持
し
て
新
し
い
流
れ
と
い
っ
し
ょ
に
新
し
い
水

路
に
逸
れ
て
い
っ
た
。
過
去
の
重
圧
に
挑
み
常
に

不
可
能
に
向
か
っ
て
過
去
の
傾
斜
を
か
け
の
ぼ
る

の
は
止
す
。
す
る
と
洪
水
は
友
誼
親
睦
の
大
海
と

山
下

な
っ
て
諸
国
の
川
に
繋
が
っ
た
。

こ
の
動
き
の
主
な
る
原
動
力
は
知
識
の
力
で
あ

っ
た
。
鹿
児
島
や
下
関
に
お
け
る
外
国
船
か
ら
の

砲
弾
の
衝
撃
も
、
日
本
に
要
求
す
る
重
く
不
正
な

賠
賞
金
も
こ
の
叩
年
の
で
き
ご
と
を
自
己
満
足
だ

け
に
終
わ
ら
せ
な
い
。
日
本
に
い
る
英
国
人
作
家

が
「
家
康
の
遺
訓
」
を
制
定
し
、
翻
訳
し
て
言
う

に
は
「
そ
の
制
定
の
下
で
日
本
は
覚
え
て
い
る
限

り
統
治
さ
れ
、
そ
の
後
は
高
い
丈
明
の
抗
し
が
た

い
出
現
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
」
。
明
ら
か
に

2
つ

の
政
府
と
封
建
社
会
の
崩
壊
は
欧
米
の
高
度
な
文

明
と
接
触
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

日
本
が
封
建
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
を
褒
め
て

言
わ
れ
た
り
書
か
れ
た
り
す
る
。
さ
し
ず
め
「
一

筆
」
と
い
っ
て
「
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
の
に
欧
州

は
数
世
紀
か
か
っ
た
」
o

第

3
者
は
大
日
本
を
欧

米
の
古
い
教
科
書
や
百
科
事
典
、
あ
る
い
は
住
ん

だ
こ
と
が
な
い
人
の
書
い
た
も
の
を
読
ん
で
知
つ

て
い
る
く
ら
い
で
、
国
政
術
で
日
本
の
半
神
半
人

を
想
像
し
て
米
国
の
新
聞
は
こ
れ
ら
を
貴
族
に
す

る
と
か
・
:
こ
れ
で
は
め
ま
い
を
起
こ
し
か
ね
そ
う
。

わ
た
し

(
グ
リ
フ
イ
ス
)
は
封
建
制
度
の
廃
止
の

ペ
}
H
n
H
U
2
5
F
g
z
t
o
s
S
E
E
D
-
再
考
(
前
編
)

あ
た
り
に
大
名
の
首
府
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
こ
う
い
う
比
較
を
聞
く
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
初
年
兵
は
敵
の
首
の
代
わ
り
に
脚
ヲ
切
り
取
っ

た
訳
が
知
れ
る
と
い
う
も
の
。
崩
壊
前
か
ら
日
本

の
封
建
制
度
は
墓
の
用
意
が
出
来
で
あ
っ
た
。
将

軍
を
打
倒
し
て
そ
の
制
度
を
首
の
な
い
胴
体
に
し
、

そ
の
脚
を
切
り
取
り
、
胴
体
を
埋
め
る
の
は
簡
単

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
事
実
、
天
皇
の
政
府
で
し
た

こ
と
で
あ
り
こ
れ
か
ら
そ
れ
を
お
み
せ
す
る
。

近
年
に
お
け
る
米
国
の
内
乱
を
サ
ル
タ

l
砦
の

始
ま
り
を
も
っ
て
、
或
い
は

1
8
5
1
年
の
「
妥

協
の
約
定
」
と
と
も
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
無

駄
な
よ
う
に
、
ペ
リ

l
到
来
の
出
来
事
の
み
を
み

て
現
在
の
日
本
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
は
踊
さ

れ
る
。

1
8
6
8
年
の
重
要
な
発
展
は
過
去
数
世

紀
の
中
か
ら
そ
の
根
源
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

頼
朝
の
活
躍
は
平
家
に
始
ま
っ
て
長
く
続
い
た

横
領
の
全
盛
を
も
っ
て
現
実
と
す
る
。
頼
朝
は
軍

事
上
の
必
要
か
ら
頼
ま
れ
て
横
領
の
大
将
に
な
っ

た
。
紀
元

1
1
8
4
か
ら

1
1
9
9年
に
か
け
て

政
治
の
二
重
制
度
が
始
ま
っ
て
、
そ
れ
が
世
界
の

政
治
上
の
謎
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ケ
ン
ベ
ル
も
、

出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
に
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
エ

ズ
ス
修
道
士
に
も
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
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米
国
の
百
科
事
典
や
教
科
書
に
「
2
人
の
皇
帝
」

の
1
人
は
「
精
神
的
」
、
も
う
1
人
は
「
世
俗
的
」

と
い
う
無
分
別
な
こ
と
を
誤
っ
て
書
き
た
て
た
。

こ
の
た
め
に
機
敏
な
ペ
リ
!
と
そ
の
後
継
者
た
ち

は
下
役
人
と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本

か
ら
の
外
交
文
書
が
予
言
、
創
作
、
た
め
息
混
じ

り
の
大
変
面
白
い
読
み
物
の
生
ま
れ
る
も
と
と
な

っ
た
。
日
本
の
リ
ッ
プ
・
ヴ
ア
ン
・
ウ
イ
ン
ク
ル

が
3
1
4
人
、
日
本
語
と
英
語
で
「
大
君
の
復

権
」
を
語
っ
て
い
て
、
そ
の
見
事
な
誤
り
を
そ
の

ま
ま
残
し
て
く
れ
て
い
る
。
日
本
は
た
っ
た

1
人

の
天
皇
し
か
な
く
、
将
軍
は
軍
事
的
横
領
者
で
あ

り
、
「
大
君
」
と
い
う
大
袈
裟
な
称
号
は
外
交
上

の
ご
ま
か
し
で
あ
っ
た
。
頼
朝
の
政
治
が
ど
の
よ

う
に
北
条
、
足
利
、
徳
川
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ

た
か
を
見
た
。
王
位
と
陣
営
の
分
離
を
永
久
に
完

了
し
た
諸
侯
も
あ
っ
た
。
将
軍
が
天
皇
に
謁
見
の

た
め
に
京
都
に
行
く
慣
例
は
家
光
を
最
後
に
消
滅

し
た
。
江
戸
に
お
い
て
偉
大
な
司
令
官
の
敷
く
武

威
厳
然
と
し
た
政
治
が
日
本
中
で
感
じ
ら
れ
た
。

数
世
紀
に
わ
た
る
戦
い
の
後
に
完
全
な
平
和
が
訪

れ
た
。
学
聞
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
芸
術
は
花
聞
い

た
。
幕
府
の
政
治
機
構
は
完
全
無
欠
で
あ
っ
た
の

で
、
天
皇
の
権
力
は
影
の
よ
う
に
薄
く
見
え
た
が

実
際
に
は
外
国
人
が
想
像
し
た
よ
り
も
極
め
て
大

き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
と
京
都
に
国
の
統
率
者
の
将
軍
と
畏
れ
多

い
皇
帝
の
王
室
の

2
人
の
支
配
者
の
住
ま
い
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
を
象
徴
し
て
い
た
。
皇
帝

(
ミ
カ
ド
)
は
周
り
を
漆
喰
壁
で
閉
ざ
し
た
庭
聞

の
館
に
護
衛
を
置
か
ず
に
住
ん
で
い
た
。
そ
の
都

で
暮
ら
し
を
質
素
に
し
、
高
い
身
分
の
純
血
な
貴

族
、
歌
詠
み
、
物
書
き
(
文
人
)
、
学
生
、
僧
侶
が

集
ま
る
場
所
が
選
ば
れ
た
。
ま
た
古
い
歴
史
、
神

社
仏
関
、
庭
園
、
優
美
な
振
舞
い
の
人
た
ち
で
有

名
な
都
市
で
あ
っ
た
。
将
軍
は
守
備
国
の
要
塞
の

城
に
住
み
、
そ
こ
か
ら
広
が
る
武
将
、
封
建
藩
主
、

士
族
の
群
れ
か
ら
な
る
都
市
を
見
下
ろ
す
。
庶
民

感
情
を
も
っ
と
も
正
し
く
表
わ
し
て
い
る
警
句
が

「
だ
れ
に
も
怖
い
将
軍
、
だ
れ
も
が
好
き

あ
る
。

な
ミ
カ
ド
」

0

政
策
を
実
行
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
し
た
家

康
の
後
継
者
は
囲
内
か
ら
外
国
人
を
一
掃
し
、
海

に
出
る
門
の
問
を
閉
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
混
乱
の
原

因
を
消
す
た
め
の
計
画
を
実
行
し
、
困
難
な
生
涯

に
か
か
る
労
苦
が
生
ん
だ
果
実
と
い
う
べ
き
平
和

な
状
態
を
不
動
に
す
る
と
こ
ろ
ま
で
来
た
。
後
継

者
た
ち
は
家
康
の
子
ら
を
ク
ロ
ノ
ス
(
不
明
)
に

食
わ
れ
な
い
よ
う
慎
重
で
あ
っ
た
。

家
康
の
後
継
者
の
案
に
よ
れ
ば
、
国
の
知
性
に

よ
っ
て
古
代
中
国
に
お
け
る
万
里
長
城
の
ご
と
く

境
界
を
決
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
仏

教
集
団
と
い
う
有
力
な
原
動
力
に
よ
っ
て
ア
ジ
ヤ

集
団
の
知
性
を
潰
す
か
潰
し
て
お
く
工
夫
を
こ
ら

し
、
そ
れ
が
政
治
の
見
本
で
あ
る
と
の
援
護
を
受

け
て
、
大
い
に
奨
励
さ
れ
た
。
外
国
の
思
想
は
す

べ
て
憎
む
べ
し
と
の
法
令
を
発
し
た
。
外
国
船
を

モ
デ
ル
に
建
て
た
船
は
壊
す
よ
う
命
令
が
出
た
。

ジ
ヤ
ン
ク
よ
り
優
秀
な
船
の
建
造
が
禁
じ
ら
れ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
、
外
国
旅
行
、
外
国
語
の
学
習
、

外
国
習
慣
の
受
容
、
の
代
償
は
死
刑
で
あ
っ
た
。

将
軍
の
堂
々
と
し
た
行
列
の
前
に
は

2
階
の
窓
を

閉
め
、
地
面
に
顔
を
つ
け
て
お
辞
儀
を
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
将
軍
の
茶
瓶
や
摺
鉢
に
さ
え
民
衆

は
顔
に
屈
辱
の
色
を
浮
か
べ
て
お
辞
儀
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
古
代
の
歴
史
を
調
べ
る
こ

と
は
将
軍
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
け
な
い
の
で
俗
人
に
は
禁
じ
ら
れ
た
が
、
身

分
の
高
い
も
の
に
は
奨
励
さ
れ
な
か
っ
た
。
厳
し
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い
取
調
べ
の
た
め
に
お
お
く
の
名
人
技
の
活
力
が

枯
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
反
対
に
内
容
を
曲
げ
て

偽
り
の
歴
史
を
担
造
制
作
す
る
か
、
統
率
力
の
あ

る
諸
侯
を
ほ
め
ち
ぎ
り
、
政
治
の
二
重
性
を
日
本

で
は
最
良
で
唯
一
の
組
織
で
あ
る
と
持
ち
上
げ
る

か
し
た
。
不
満
に
思
う
詩
人
、
眉
を
し
か
め
る
追

従
者
や
歴
史
家
す
ら
現
れ
な
い
。
こ
の
人
た
ち
は

自
由
な
感
情
表
現
を
威
厳
の
あ
る
統
治
者
大
君
に

な
ら
っ
て
い
た
。
大
君
と
は
偉
大
な
天
子
と
あ
が

め
ら
れ
る
支
配
者
、
あ
る
い
は
天
皇
に
の
み
ふ
さ

わ
し
い
。
徳
川
将
軍
の
欺
臓
、
残
忍
性
、
圧
政
に

人
気
の
あ
る
物
語
も
芝
居
小
屋
で
は
現
時
点
か
ら

追
い
や
ら
れ
、
足
利
時
代
に
設
定
の
筋
書
き
で
表

現
さ
れ
、
実
名
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ

れ
ま
で
に
工
夫
さ
れ
た
捕
囚
と
圧
迫
の
完
壁
な
筋

の
組
み
立
て
は
大
名
に
た
だ
従
順
で
な
ん
の
役
に

も
立
た
な
い
者
を
つ
と
め
て
臨
す
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
。
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
密
偵
集
団
が
官

費
で
雇
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
垣
根
の
な
か
で

政
治
そ
の
も
の
が
巨
大
な
偽
物
に
な
っ
て
急
速
に
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成
長
し
、
公
私
と
も
に
ウ
ソ
を
付
く
癖
と
ウ
ソ
の

つ
き
方
に
欺
師
を
流
行
ら
せ
、
つ
い
に
明
ら
か
に

日
本
人
が
ウ
ソ
の
た
め
に
ウ
ソ
を
付
く
こ
と
が
好

山
下

き
に
な
る
癖
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
ペ
リ
l
到
来

後
日
年
間
、
神
の
固
に
来
た
外
国
人
に
日
本
人
は

ウ
ソ
を
つ
く
の
が
政
治
に
お
い
て
も
個
人
で
も
驚

く
ほ
ど
う
ま
く
、
他
に
な
い
独
創
性
を
も
っ
て
ど

こ
で
で
も
性
懲
り
も
な
く
行
わ
れ
る
。
こ
の
結
果
、

こ
れ
が
日
本
人
の
第
一
の
人
間
的
特
性
に
な
っ
た
。

外
国
人
が
獲
物
を
狙
う
眼
を
見
る
と
、
権
威
の
根

源
と
将
軍
と
の
本
当
の
関
係
が
ば
れ
な
い
よ
う
に

役
所
の
欺
踊
を
使
、
つ
の
に
そ
の
眼
に
目
隠
し
を
す

る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
れ
こ
そ
目
を
く
ら
ま
す
万

華
鏡
の
よ
う
に
。
将
軍
か
ら
土
地
と
地
位
を
貰
っ

た
大
多
数
の
大
名
が
ミ
カ
ド
よ
り
も
将
軍
に
追
従

す
る
同
盟
の
ほ
う
を
信
じ
た
。
実
は
将
軍
に
土
地

と
地
位
を
も
ら
っ
た
大
名
の
大
多
数
が
大
名
に
同

盟
の
た
め
の
手
を
結
ん
だ
。
歴
史
を
学
ぶ
も
の
か

ら
見
る
と
そ
れ
は
熔
印
っ
き
の
信
念
で
あ
っ
た
。

平
民
は
と
い
う
と
大
部
分
は
自
信
を
ふ
り
か
ざ
す

天
皇
(
ミ
カ
ド
)

の
存
在
を
忘
れ
な
い
で
い
て
も

な
に
し
ろ
権
力
者
の
天
皇
が
人
聞
を
治
め
る
の
を

忘
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
公
に
は
天
皇
は
神

の
姿
を
し
た
人
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。
記
憶
に

あ
る
前
か
ら
、
戦
時
中
の
困
っ
た
と
き
か
ら
、
徳

J
Z
P
E
E
F
g
-
E。
ロ
印
日
ロ
』
呂
田
尺
再
考
(
前
編
)

川
が
「
偉
大
で
優
秀
」
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
だ

け
に
江
戸
の
支
配
者
が
神
よ
り
も
安
定
し
て
い
て
、

親
身
に
な
っ
て
く
れ
る
と
知
ら
さ
れ
た
。

家
康
に
始
ま
る
歴
代
将
軍
が
日
本
で
最
後
の
軍

事
力
を
保
持
し
続
け
る
、
だ
ろ
う
。
日
本
人
の
場
合
、

約

2
7
0年
平
和
が
幸
福
に
続
い
た
の
は
将
軍
の

お
蔭
で
あ
る
。
そ
の
者
た
ち
の
強
固
な
支
配
の
下

で
の
二
重
形
態
の
政
治
は
盤
石
に
み
え
た
。
同
時

に
封
建
制
度
は
永
遠
の
安
定
を
見
せ
て
い
た
。
欧

州
の
封
建
制
度
を
覆
し
た
原
因
に
な
る
も
の
は
な

く
、
起
こ
る
こ
と
自
体
不
可
能
だ
っ
た
。
教
会
、

帝
国
、
自
由
都
市
、
資
本
主
義
な
ど
は
存
在
し
な

か
っ
た
。
人
民
は

8
つ
の
階
級
が
満
足
と
幸
福
を

保
っ
た
。
肥
沃
な
土
地
、
温
和
な
気
候
は
無
尽
の

食
糧
を
も
た
ら
し
、
中
国
分
譲
の
歴
史
的
要
因
は

取
り
除
か
れ
た
。
商
業
が
な
い
の
で
莫
大
な
富
の

蓄
積
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
商
人
の
気
持
ち
が
外

国
人
と
上
手
に
取
引
し
て
専
制
政
治
の
危
険
な
領

域
に
ま
で
広
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
み
じ
く

も
学
問
、
教
育
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
も
の
を
受
け

ら
れ
る
の
は
サ
ム
ラ
イ
に
限
る
。
刀
の
特
権
は
サ

ム
ラ
イ
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
に
お
け
る

政
治
機
構
の
完
成
が
目
論
見
た
よ
う
に
大
名
は
貧

し
く
互
い
に
疎
ま
し
い
状
態
に
し
た
。
大
名
が
力
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を
合
わ
す
こ
と
を
で
き
な
く
し
た
。
大
名
2
人
が

探
偵
な
し
に
私
的
に
会
い
、
訪
問
し
あ
う
こ
と
は

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
徳
川
家

8
万
と
い
う
莫
大
な

数
の
武
士
集
団
は
尾
張
、
紀
伊
、
水
戸
、
越
前
と

い
っ
た
将
軍
と
姻
戚
関
係
の
あ
っ
た
豊
な
藩
と
莫

大
な
収
入
に
蓄
積
源
が
後
ろ
に
つ
い
て
い
て
、
徳

川
家
す
な
わ
ち
幕
府
ま
た
は
封
建
体
制
の
転
覆
は

多
く
の
人
が
信
じ
た
よ
う
に
人
道
上
不
可
能
な
こ

と
に
見
ら
れ
た
。

け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
こ
と
が
す
べ
て
数
か
月
で

破
滅
し
た
の
で
あ
る
。
幕
府
は
も
は
や
過
去
が
ひ

く
影
に
過
ぎ
な
い
。
徳
川
家
は
か
つ
て
諸
侯
で
あ

り
封
建
君
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
手
は
筆
と
刀
や

他
の
道
具
に
し
か
触
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
今
は
暖
味
模
糊
と
し
た
貧
乏
暮
ら
し
。
幾
千

と
な
く
茶
を
摘
み
、
紙
を
漉
い
た
。
か
つ
て
は
所

有
地
で
あ
っ
た
田
ん
ぼ
で
、
軽
蔑
し
て
い
た
労
働

者
の
よ
う
に
田
の
泥
土
を
掘
り
起
こ
し
て
心
身
を

養
っ
て
い
た
。
久
能
、
芝
、
上
野
、
日
光
に
あ
る

先
祖
代
々
の
墓
は
か
つ
て
最
も
神
聖
な
匂
い
が
し

て
い
た
。
華
麗
な
飾
り
の
廟
は
そ
の
興
味
を
失
っ

て
朽
ち
て
し
ま
っ
て
あ
た
り
一
面
は
荒
廃
し
て
見

え
た
。
地
下
の
廟
に
い
つ
も
静
か
に
眠
る
墓
の
住

人
が
突
然
に
昼
の
明
り
に
晒
さ
れ
た
よ
う
だ

0

2
5
0名
の
諸
侯
が
土
地
、
主
従
の
繋
が
り
、
収

入
を
諦
め
、
前
の
召
使
に
別
れ
を
い
う
と
東
京
の

私
生
活
に
退
い
た
。
も
は
や
静
か
に
死
を
待
つ
身

「
忘
却
と
い
う
歳
月
の
岸
辺
に
打
ち

上
が
っ
た
死
骸
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
。

こ
の

3
つ
の
明
白
な
結
果
の
何
が
原
因
で
あ
っ

た
の
か
。

1
8
6
8年
の
洪
水
を
起
こ
し
た
水
が

最
初
に
集
ま
り
だ
し
た
と
き
、
幾
世
紀
に
わ
た
る

指
標
を
一
掃
し
、
古
い
状
態
の
船
を
移
し
、
新
し

い
船
員
に
機
械
を
備
え
、
あ
た
か
も
ノ
ア
の
洪
水

の
と
き
、
方
舟
が
エ
ン
ジ
ン
、
蒸
気
、
ス
ク
リ
ュ

ウ
を
備
え
た
か
の
よ
う
に
、
近
代
思
想
の
流
れ
に

船
を
進
水
さ
せ
た
。
こ
の
動
き
を
理
解
す
る
に
は

思
想
の
流
れ
と
そ
れ
を
生
ん
だ
人
た
ち
に
つ
い
て

知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
前
は
日
本
に
多
く
の
階
級
が
あ
っ
た
。
第
ー

の
階
級
は
宮
廷
貴
族
と
京
都
の
文
人
で
あ
り
、
第

2
が
僧
侶
で
あ
っ
た
。
僧
侶
は
あ
れ
ほ
ど
の
量
の

仏
教
文
学
を
日
本
に
入
れ
、
ま
た
イ
ン
ド
の
大
乗

仏
教
の
教
義
を
導
入
、
発
展
さ
せ
、
か
つ
て
世
界

で
最
も
広
く
公
表
さ
れ
た
宗
教
の
幾
重
に
も
な
る

発
展
か
ら
明
ら
か
に
思
考
と
暮
ら
し
の
う
え
で
日

本
仏
教
に
と
っ
て
為
に
な
る
も
の
を
産
出
し
た
。

こ
の
知
的
活
動
と
宗
派
的
成
長
は
時
世
紀
に
絶
頂

に
達
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
日
本
人
の
武
士
が
先
導

す
る
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
な
か
に
神
道
の
祭
司

も
入
る
。
近
代
日
本
の
島
国
の
知
的
活
動
は
回
世

紀
の
後
半
か
ら
回
世
紀
初
め
に
か
け
て
お
年
で
頂

点
に
達
し
た
。
口
世
紀
ま
で
も
ど
っ
て
古
代
史
の

研
究
者
は
二
重
政
治
の
本
質
を
は
っ
き
り
理
解
し
、

将
軍
は
人
民
が
無
知
の
聞
は
存
在
す
る
と
分
か
る

よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
頃
か
ら
仏
教
は
教
育
を
受
け
た
武
士
や
平

信
徒
の
階
級
の
知
性
を
掌
握
し
て
お
れ
な
く
な
っ

た
。
中
国
の
学
問
、
と
く
に
孔
孟
の
論
語
が
復
活

し
て
き
た
。
仏
教
は
も
は
や
倫
理
を
移
植
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
が
朝
鮮
の
全
国
的
な

侵
入
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
明
朝
の
転
覆
に
よ

っ
て
中
国
か
ら
逃
げ
て
き
た
数
人
の
学
者
に
大
き

な
刺
激
を
受
け
て
い
た
。
北
京
陥
落
と
蒙
古
接
近

の
2
次
的
影
響
は
回
世
紀
の
欧
州
で
コ
ン
ス
タ
ン

チ
ノ
!
陥
落
の
た
め
ギ
リ
シ
ャ
の
学
者
が
拡
散
し

た
の
に
似
て
い
た
。
ミ
カ
ド
と
将
軍
の
関
係
が
謎

め
い
て
い
た
の
で
、
大
抵
の
父
親
は
「
日
本
で
一

番
偉
い
人
は
誰
で
す
か
」
と
子
が
訊
く
無
邪
気
で
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ま
じ
め
な
質
問
に
う
ま
く
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
5
つ
の
関
係
」
即
ち
、
帝
と
臣
、
親
と
子
、
夫

と
妻
、
兄
と
弟
、
友
と
友
、
と
い
う
孔
子
の
道
義

の
研
究
が
あ
っ
て
、
中
で
も
家
臣
が
領
主
に
従
順

な
こ
と
が
ま
ず
一
番
に
大
事
だ
と
い
う
。
こ
れ
が

長
い
こ
と
武
士
の
聞
の
暖
昧
な
関
係
を
回
復
し
明

ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
し
た
。
こ

の
精
神
が
幕
府
の
失
敗
に
伴
っ
て
高
ま
り
、
改
革

の
狼
煙
を
合
図
に
「
官
軍
を
勝
利
に
導
く
雄
叫
び

の
大
義
名
分
は
「
王
と
家
臣
で
あ
っ
た
」
。
こ
れ
に

よ
っ
て
た
が
い
に
持
っ
て
い
る
仕
切
り
を
元
に
返

し
て
将
軍
は
天
皇
に
対
し
て
、
家
来
と
い
う
正
し

い
関
係
に
戻
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。

水
戸
藩
は
学
者
が
数
、
能
力
、
活
動
に
か
け
て
ど

れ
も
と
く
に
有
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
藩
に
は
中
国

か
ら
逃
げ
て
き
た
学
者
が
住
ん
で
い
た
。
古
典
は

日
本
人
学
者
の
産
物
で
こ
れ
は
世
論
の
形
成
に
有

力
な
影
響
を
与
え
た
。
学
者
ら
は
テ
キ
ス
ト
の
校

正
を
中
国
の
学
者
に
任
せ
た
。

2
代
目
水
戸
藩
主

(
1
6
2
2
1
1
7
0
0
)
が
ア

I
ネ
ス
ト
・
サ

25 

ト
ウ
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
「

1
8
6
8年
の
改
革

に
行
き
着
く
運
命
に
あ
る
現
実
の
作
者
」
と
考
え

ら
え
る
。
藩
主
の
ま
わ
り
に
日
本
全
土
か
ら
多
く

山
下

の
学
士
を
集
め
、
大
日
本
史

J
出
血
。
ミ

。
同
』
mwa

宮
ロ
ョ
の
編
纂
を
開
始
し
た
。
そ
れ
は
完
壁
な
国

語
で
書
か
れ
て
い
て
、
ラ
テ
ン
語
の
欧
州
の
学
問

に
対
し
て
い
た
。
全

2
4
3巻
。
パ
ン
ク
ロ
フ
ト

氏
の
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
史
」
に
ほ
ぼ
相
当
す
る

事
柄
で
埋
ま
っ
て
い
る
。

1
7
1
5年
に
完
成
。

た
ち
ま
ち
古
典
と
呼
ば
れ
た
。
勤
勉
な
研
究
が
原

稿
状
態
で
熱
心
な
研
究
者
の
筆
写
を
経
て
、
つ
い

に
1
8
5
1
年
、
そ
の
要
求
の
拡
大
に
応
じ
て
出

版
に
漕
、
ぎ
つ
け
た
。
こ
の
書
の
傾
向
は
水
戸
の
多

く
の
出
版
物
の
よ
う
に
人
心
を
ミ
カ
ド
に
向
け
る

の
が
狙
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
ミ
カ
ド
は
唯
一
真
の

権
威
の
源
で
あ
り
、
将
軍
は
軍
の
統
率
者
で
あ
っ

た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
指
し
示
す
こ
と
に
あ
っ

た
。
水
戸
は
徳
川
家
の
近
い
姻
戚
で
あ
っ
た
の
で
、

他
の
ど
の
学
者
に
許
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
よ
り
も
自

由
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
水

戸
が
始
め
た
仕
事
は
有
名
な
学
者
の
頼
山
陽
に
引

き
継
が
れ
た
。
頼
は
却
年
に
及
ぶ
絶
え
間
な
い
労

苦
の
後
、

1
8
2
7年
『
日
本
外
史
』
(ε

開且

2
5
-

回
目
印
件
。
弓
。
同
』
若
田
ロ
ョ
)
を
完
成
し
た
。
こ
の
書
で

頼
山
陽
は
平
、
源
、
北
条
、
足
利
、
な
ど
ミ
カ
ド

4
z
p
n
g仲
間

mg-E-OBEyug.
再
考
(
前
編
)

衰
退
の
時
代
に
政
治
力
の
あ
っ
た
歴
代
の
武
家
の

歴
史
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
仕
事
は
江
戸
目
付
け

の
試
練
を
通
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
全
巻
に
数
冊
の
出

版
許
可
が
な
さ
れ
て
初
め
て
完
結
し
た
。
こ
の
偉

大
な
書
物
の
誤
り
な
き
狙
い
は
ミ
カ
ド
が
唯
一
真

の
支
配
者
で
あ
っ
て
、
権
力
の
根
源
を
有
し
、
ミ

カ
ド
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
日
本
人
が
一
つ
気
持
ち

に
な
り
、
同
時
に
そ
の
徳
川
家
さ
え
反
逆
罪
の
汚

名
を
逃
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
(
つ
づ
く
)

付
記本

稿
は

4
Z
H
N
O
n
g昨

日
凶

2
0
-
E
S
E
-ロ
】
山
富
民

の
日
本
語
訳
を
読
者
に
提
供
す
る
の
が
主
な
る
目
的

で
あ
っ
た
が
、
結
局
全
体
の

3
分
の

l
に
と
ど
ま
り
、

残
り
は
次
回
に
な
っ
た
。
お
許
し
を
乞
う
。
グ
リ
フ

イ
ス
の
こ
の
文
章
は
今
日
の
歴
史
学
に
普
通
の
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
傾
向
と
は
違
っ
て
、
学
生
時
代
に
楽
し

ん
だ
米
国
人
に
な
じ
み
の
歴
史
家
、
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
、

レ
ッ
キ
l
、
モ
ッ
ト
レ

l
の
文
学
性
の
あ
る
歴
史
に

習
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
覚
え
て
い
て
ほ
し
い
。

筆
者
が
こ
の
論
文
に
つ
い
て
発
表
し
た
の
は
「
維
新

外

論

」

考

(

北

陸

英

学

史

研

究

第

l
輯

1
9
8
7
)
、
「
日
本
近
世
変
革
論
」
考

(
英
学
史

研
究

第
お
号

の
2
篇
で
あ
る
。
中

1
9
9
2
)
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村
正
直
の
こ
と
で
次
の
著
書
を
お
薦
め
し
た
い
。
『
評

注
ミ
ル
自
伝
』
山
下
重
一
(
お
茶
の
水
書
房

2
0
0
3
)
、

『
天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク

中
村
正
直
と

「
西
国
立
志
編
」
』
平
川
祐
弘
(
名
古
屋
大
学
出
版
会

2
0
0
6
)
o
次
回
は
牟
田
豊
の
訳
文
の
特
色
に

つ
い
て
、
グ
リ
フ
イ
ス
が
求
め
た
日
本
人
の
人
脈
の

な
か
の
横
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に
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節
団
に
つ
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て
グ
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は
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よ
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か
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と

い
っ
し
ょ
に
其
の
時
代
に
か
え
っ
て
考
え
て
み
た
い
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今
は
こ
の
こ
と
が
筆
者
の
も
っ
と
も
願
う
テ
l
マ
で

あ
る
。
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